
著
者
は
長
年
に
亘
っ
て
奄
美
・
沖
縄
で
口
頭
の
訶
章
や
祭
祀
の
調
査
・
蒐

集
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
現
場
で
の
豊
富
な
体
験
や
研
究
の
集
積
の
上
に
立

っ
て
「
万
葉
集
』
の
分
析
を
試
み
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
実
際
こ
こ
か
ら
派

牝
す
る
課
題
は
多
方
Ⅲ
に
及
ぶ
の
だ
が
、
一
貫
す
る
方
法
論
的
立
場
は
「
オ

ー
ラ
ル
な
世
界
」
の
問
題
領
域
と
し
て
「
万
葉
集
」
を
考
察
の
対
象
に
す
る

こ
と
で
あ
る
。
本
詳
の
構
成
は
四
部
と
付
論
か
ら
成
っ
て
お
り
、
第
一
部
で

方
法
論
を
述
べ
、
第
二
部
以
降
か
ら
具
体
的
な
表
現
論
が
展
開
す
る
。

第
一
部
第
三
章
は
次
の
よ
う
な
一
文
で
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
。

〔
書
評
〕

川
本
古
代
の
「
万
葉
集
」
の
歌
々
に
つ
い
て
研
究
す
る
一
方
、
ｕ
本

各
地
の
口
承
文
芸
、
と
り
わ
け
奄
美
・
沖
縄
地
域
の
口
承
文
芸
や
祭
祀

・
信
仰
に
つ
い
て
調
沓
・
研
究
を
続
け
て
き
た
京
場
か
ら
、
「
万
葉
集
」

に
つ
い
て
オ
ー
ラ
ル
な
肚
界
か
ら
み
え
て
く
る
も
の
に
つ
い
て
い
さ
さ

か
論
じ
て
み
た
い
。

真
下
厚
著
「
万
葉
歌
生
成
論
」

真
下
厚
著
「
万
葉
歌
唯
成
論
」

第
一
部
「
万
葉
歌
と
声
の
世
界
」
は
五
つ
の
章
に
分
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
角

度
か
ら
「
オ
ー
ラ
ル
な
世
界
」
の
理
論
構
築
を
図
る
。
ま
ず
、
「
オ
ー
ラ
ル

な
枇
界
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
『
万
葉
集
」
の
文
字
化
以
前
の
膨
大
な
「
声

の
世
界
」
と
通
底
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
〃
葉
の
時
代
に
も
許
か
れ
な
か
っ

た
移
し
い
数
の
ウ
タ
が
存
し
た
こ
と
を
思
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は

誰
も
が
想
定
し
て
い
る
の
だ
が
、
著
者
は
多
く
の
先
行
文
献
を
細
介
・
検
証

し
な
が
ら
奄
美
・
沖
繩
と
の
相
違
点
と
川
能
性
を
確
認
し
て
い
く
。
そ
こ
で

將
荷
が
岐
初
か
ら
拘
る
の
は
、
「
万
葉
欲
は
ョ
ミ
の
文
茨
」
で
あ
る
と
す
る

、
脹
張
だ
。
「
う
た
ふ
」
と
訓
む
の
は
「
咄
」
と
「
詠
」
の
み
で
あ
る
と
い
う

藤
井
貞
和
氏
ら
を
援
用
し
つ
つ
、
万
葉
の
ウ
タ
は
「
ョ
ム
」
（
朗
稲
す
る
）

文
芸
で
あ
る
と
説
く
。
そ
の
一
方
で
、
福
田
晃
氏
ら
の
論
文
を
引
き
な
が
ら

奄
美
・
沖
縄
の
呪
訶
が
「
ヨ
ミ
の
形
式
に
あ
た
る
口
頭
訶
章
」
で
あ
る
こ
と

を
亜
ね
る
（
鋪
一
章
）
。

こ
の
「
ウ
タ
フ
」
の
で
は
な
く
「
ョ
ミ
」
の
文
芸
で
あ
る
と
い
う
樅
張
は

単
に
泳
法
の
連
い
を
い
う
の
で
は
な
い
。 増

田
茂
恭

上
丘



万
葉
歌
も
物
語
の
胎
生
の
よ
う
な
カ
タ
リ
を
内
に
孕
ん
で
い
て
、
い
わ
ゆ

る
ウ
タ
状
態
と
い
う
の
は
そ
う
し
た
叙
蛎
的
な
内
実
を
も
っ
て
う
た
わ
れ
る

の
で
あ
っ
て
、
感
情
の
発
露
と
の
み
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
だ
。

「
ョ
ミ
」
の
文
芸
、
ま
た
声
の
世
界
と
は
、
ウ
タ
と
カ
タ
リ
を
分
別
し
た
と

こ
ろ
の
和
歌
の
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
本
書
の
新
し
く
切
り
開

い
た
世
界
が
あ
る
。

本
書
の
『
万
葉
歌
生
成
論
一
の
詔
は
、
伝
承
の
現
場
で
「
声
の
世
界
の
歌

に
つ
い
て
今
Ⅲ
な
お
生
成
・
流
動
す
る
奄
美
の
烏
歌
な
ど
、
奄
美
・
沖
縄
の

声
の
世
界
を
手
が
か
り
に
」
と
か
、
ウ
タ
は
唯
椚
の
場
や
祭
祀
の
時
に
「
声

に
よ
っ
て
伝
欣
さ
れ
、
繰
り
返
し
生
成
し
て
ゆ
く
も
の
」
（
第
二
章
）
と
い

っ
た
文
脈
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
声
の
ウ
タ
の
唯
態
を
注
視

す
る
と
こ
ろ
か
ら
希
付
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

第
二
部
「
〃
漿
歌
の
歌
こ
と
ば
」
は
蓋
つ
の
テ
ー
マ
か
ら
な
る
。
す
な
わ

ち
「
水
の
聖
地
の
「
上
」
」
、
「
奥
山
」
、
「
潮
干
」
で
、
い
ず
れ
も
歌
こ
と
ば

と
し
て
慣
用
さ
れ
て
い
る
の
で
表
現
論
と
し
て
の
言
い
方
で
あ
ろ
う
が
、
民

俗
的
に
は
異
境
と
接
す
る
と
こ
ろ
、
神
を
祀
る
聖
な
る
場
の
問
迦
で
も
あ
る
。

声
の
表
現
の
累
積
の
な
か
に
多
く
の
イ
メ
ー
ジ
や
物
語
が
存
し
て
お

り
、
そ
れ
と
か
か
わ
っ
て
歌
が
生
み
川
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
歌
こ

と
ば
ｎ
体
も
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
や
物
語
を
内
包
さ
せ
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
の
場
で
歌
が
歌
い
継
が
れ
、
ま
た
は
交
わ
さ
れ
て
ゆ
く
と
き
、

し
ば
し
ば
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
や
物
語
が
紡
が
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な

る
。
（
弟
重
歳
）

三
両
目
三
首
目
の
作
脅
は
卜
句
で
海
を
「
見
－
た
り
「
聞
」
い
た
り
す
る

位
置
に
あ
り
、
上
旬
で
は
「
ら
し
」
を
用
い
て
神
の
異
界
で
あ
る
海
の
状
態

そ
の
水
の
聖
地
と
は
「
滝
の
ｔ
・
井
の
ｋ
・
湯
の
ｔ
・
垂
水
の
上
」
で
「
神

の
出
現
す
る
」
場
所
で
あ
り
、
そ
の
「
ｋ
」
の
景
物
「
花
・
単
・
水
」
な
ど

は
選
ば
れ
た
特
別
の
衣
現
で
あ
っ
た
。
「
奥
山
」
も
「
人
収
遠
く
離
れ
た
山

中
の
異
界
」
で
あ
り
、
「
真
水
・
さ
か
き
・
賜
酔
木
」
な
ど
も
呪
物
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
よ
く
知
ら
れ
た
刀
葉
歌
を
扱
い
な
が
ら
も
、
ウ
タ
の
表
現
論
的

裁
き
方
は
絶
妙
で
あ
る
。
次
の
「
難
波
潟
潮
干
に
立
ち
て
兇
渡
せ
ば
淡
路
の

腸
に
僻
渡
る
兇
ゆ
」
（
７
．
ニ
レ
ハ
○
）
な
ど
も
何
故
「
潮
干
に
立
ち
て
」

と
う
た
う
の
か
、
諸
注
触
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
そ
こ
に
「
娘
子
」
が
笠
場

す
る
の
は
神
幡
幻
想
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
「
恋
の
物
語
」
を
生
む
と
こ

ろ
ま
で
荷
い
及
ぶ
。

第
三
部
「
万
葉
歌
の
発
想
・
表
現
」
は
六
つ
の
章
立
て
で
、
各
論
は
独
立

し
て
い
る
。
特
に
考
え
さ
せ
ら
れ
た
の
は
第
一
章
の
「
長
意
吉
麻
呂
応
召
歌

の
讃
歌
性
」
で
あ
る
。
壹
尚
を
並
べ
て
み
よ
う
。

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
８
ｉ
■
あ
ひ
さ
あ
こ

大
宮
の
内
ま
で
間
こ
ゆ
網
引
す
と
網
子
と
と
の
ふ
る
海
人
の
呼
び
声

３
．
こ
ぎ
八

肺
ひ

１

１

伽
飯
の
海
の
庭
良
く
あ
ら
し
刈
り
臆
の
乱
れ
て
川
づ
兄
ゆ
海
人
の
釣
船

３
・
艮
五
六

１

１

海
人
娘
子
棚
な
し
小
舟
漕
ぎ
出
ら
し
旅
の
宿
り
に
梶
の
汗
聞
こ
ゆ

６
．
九
三
○

七
六



を
推
定
す
る
と
い
う
、
い
ず
れ
も
製
穣
を
讃
え
る
熱
型
的
表
現
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
一
首
Ⅱ
の
当
該
歌
は
二
大
宮
の
内
ま
で
』
と
表
現
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
側
を
閉
じ
、
空
間
の
中
心
と
し
て
位
潰
づ
け
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
砿
心
の
軸
を
反
転
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。
」
と
指
摘
す
る
。
確
か
に
当
該
歌
の
「
間
こ
ゆ
」
の
主
体
は
作

肯
で
あ
る
と
い
う
他
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
「
大
宮
の
内
」
と
は
、
天
皇
の

い
る
場
所
で
あ
り
、
こ
ち
ら
側
の
神
Ⅱ
聰
性
の
中
心
で
あ
る
。
そ
の
空
間
が

「
閉
じ
」
ら
れ
て
い
る
と
い
う
桁
摘
は
、
椛
威
の
中
心
を
空
に
し
て
論
仰
す

る
と
い
う
古
代
天
皇
歌
の
表
現
の
し
く
み
で
あ
っ
た
。

海
の
向
こ
う
側
の
聖
性
を
こ
ち
ら
側
に
転
換
し
て
閉
ざ
し
て
い
る
と
い
う

こ
の
指
摘
は
、
Ⅲ
本
的
王
権
の
本
質
を
言
い
絆
て
い
る
と
思
う
。
こ
う
し
た

と
こ
ろ
に
私
は
本
書
の
も
つ
、
も
う
一
つ
の
表
現
論
の
成
果
を
見
る
。

以
下
、
第
三
部
に
は
「
潮
干
」
論
と
併
せ
て
読
む
べ
き
「
行
幸
従
駕
歌
一

筒
の
賊
」
、
祁
聞
歌
を
中
心
に
「
通
い
の
歌
と
脇
」
「
夢
に
兄
ゆ
（
る
）
と
う

た
う
こ
と
ば
」
の
論
文
、
そ
し
て
「
ｌ
事
物
等
十
そ
」
型
の
句
を
抽
川
し
て

宗
教
的
霊
能
者
が
蛸
り
物
で
あ
る
呪
物
の
来
歴
を
説
く
と
い
う
発
想
類
咽
を

提
示
す
る
従
来
の
ウ
タ
論
で
は
捉
え
ら
れ
な
か
っ
た
一
文
形
式
の
叙
事
語

り
の
指
摘
は
將
汁
の
典
竹
頂
を
示
す
。
爺
後
の
「
万
葉
類
歌
の
表
現
性
」
も

亜
要
な
論
文
で
あ
る
。
行
旅
歌
に
は
類
型
的
な
ウ
タ
が
多
い
が
、
そ
れ
は
地

荊
を
入
れ
稗
え
た
だ
け
の
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
土
地
の
風

ｔ
の
拙
堺
に
必
然
性
が
あ
る
、
と
論
証
す
る
。

弟
川
部
は
「
万
策
歌
の
歌
群
術
成
」
で
あ
る
。
「
柿
本
人
麻
凸
留
京
歌
群

の
発
想
と
構
成
」
は
持
統
天
皇
行
幸
の
祭
式
空
間
と
し
て
讃
歌
の
構
成
を
、

真
下
厚
著
一
万
葉
歌
生
成
論
』

「
柿
本
人
麻
呂
歌
集
皇
子
献
歌
群
の
構
成
と
機
能
」
は
男
の
求
愛
と
女
の
愛

の
誓
約
と
い
う
構
成
を
み
る
。
ま
た
、
「
藤
原
麻
呂
・
大
伴
坂
上
郎
女
贈
涛

歌
の
生
成
」
及
び
「
成
倣
」
は
、
麻
呂
と
郎
女
の
個
別
の
贈
答
歌
が
そ
れ
ぞ

れ
賄
歌
と
符
歌
に
構
成
さ
れ
享
受
さ
れ
る
物
語
的
構
成
で
あ
る
こ
と
を
論

じ
、
組
歌
と
し
て
編
集
さ
れ
て
歌
群
が
成
立
す
る
事
情
を
想
定
す
る
。
さ
ら

に
終
章
の
「
大
伴
家
持
諸
郡
巡
行
歌
の
構
成
」
は
、
脚
守
と
し
て
越
中
諸
郡

を
巡
行
す
る
歌
群
が
意
図
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

こ
の
蛸
凹
祁
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
鮮
の
成
り
厳
ち
は
ち
が
う
け
れ
ど
も

「
構
成
」
に
共
通
項
が
あ
る
の
は
、
文
字
を
介
し
た
物
語
的
構
成
に
諭
点
が

磁
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
異
境
と
接
す
る
と
こ
ろ
で
の
神
の
妾
は
松
浦

河
歌
鮮
の
仙
女
の
イ
メ
ー
ジ
に
承
れ
ら
れ
、
掛
け
合
い
の
ウ
タ
の
応
酬
を
椛

想
し
て
物
語
歌
に
す
る
編
集
論
の
あ
り
方
。
ま
た
、
神
の
巡
幸
を
擬
似
的
に

蝿
や
船
で
巡
行
す
る
歌
群
は
意
図
的
に
構
想
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
Ｈ
本
列

局
柧
の
古
代
の
ョ
ミ
の
文
芸
論
は
こ
の
よ
う
に
折
ら
れ
て
い
る
。

以
卜
、
第
一
部
の
〃
法
耐
か
ら
以
後
の
各
論
に
お
い
て
、
本
書
が
ウ
タ
と

カ
タ
リ
に
相
渉
る
問
題
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

奄
美
沖
細
を
視
野
に
入
れ
て
占
代
文
学
を
論
じ
た
先
人
と
し
て
故
折
口
信
夫

の
例
を
股
い
出
し
て
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
衣
現
と
し
て
生
成
し
て
く
る

過
程
で
「
フ
ル
コ
ト
」
を
論
じ
た
藤
井
貞
和
氏
、
ま
た
古
崎
信
孝
氏
の
「
巡

行
叙
蛎
」
論
な
ど
の
発
唯
論
に
列
し
て
本
普
を
侭
く
と
、
署
者
の
発
想
の
根

底
が
即
解
し
易
く
な
る
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
報
告
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
三
月
十
川
Ⅲ
、
京
都
の
某
所

で
本
寿
の
合
評
会
が
開
か
れ
た
。
参
加
荷
は
居
駒
永
幸
氏
・
近
藤
信
義
氏
．

じ
じ



高
野
正
美
氏
・
多
田
一
臣
氏
・
保
坂
達
雄
氏
・
三
浦
佑
之
氏
・
森
朝
男
氏
ら

が
上
洛
さ
れ
て
、
著
者
に
私
が
加
わ
っ
た
。
奄
美
・
沖
縄
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ

ー
ク
を
も
つ
著
者
の
仕
事
は
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
、
期
待
さ
れ
て
い
た
。
そ

う
し
た
話
題
か
ら
は
い
っ
て
、
第
二
部
以
降
の
各
論
は
先
行
論
文
や
諸
注
釈

書
の
整
理
も
行
き
届
き
、
完
成
度
も
高
い
と
評
価
さ
れ
て
い
た
。
質
問
は
第

一
部
に
集
中
し
て
い
た
。
そ
れ
も
伝
承
と
生
成
を
繰
り
返
す
「
ョ
ム
」
ウ
タ

に
対
す
る
「
言
く
」
歌
（
文
字
化
さ
れ
た
歌
）
と
の
関
わ
り
で
あ
っ
た
』
こ

れ
は
著
者
の
次
の
仕
事
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
「
あ
と
が
き
」
に
も
声
の
歌
の

世
界
と
の
比
較
研
究
は
さ
ら
な
る
「
追
求
」
が
約
束
さ
れ
て
い
た
。

本
書
は
二
○
○
三
年
六
月
、
立
命
館
大
学
に
学
位
論
文
と
し
て
提
出
さ
れ
、

同
大
学
の
学
位
取
得
促
進
制
度
に
よ
る
出
版
助
成
を
受
け
て
い
る
。

（
三
弥
井
壽
店
二
○
○
四
年
九
月
三
九
八
頁

本
体
価
格
八
四
七
六
川
）

（
ま
す
だ
・
し
げ
や
す
平
安
向
等
学
校
教
諭
）

七
八


